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「
死
生
学
」
は
近
年
と
て
も
「
ホ
ッ
ト
」
な
専
門
用
語
で
あ
り
、
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
の
学
術
分
野
で
あ
り
、
一
般
大
衆
も

聞
き
な
れ
て
い
て
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
人
々
が
「
死
生
」
を
取
り
ま
く
話
題
と
し
て
口
に
す

る
の
は
す
べ
て
「
安
楽
死
」
や
葬
送
の
儀
式
・
葬
送
業
・
儀
礼
師
な
ど
で
あ
り
、「
死
生
学
」
そ
の
も
の
は
「
死
亡
」
と
「
葬
送
」

を
論
ず
る
も
の
、
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
は
そ
の
歴
史
や
伝
統
に
お
い
て
儒
教
文
化
の
影
響
を
受
け
て

お
り
、
そ
の
儒
教
文
化
に
よ
っ
て
、「
死
亡
」
と
「
葬
送
」
は
当
初
「
儀
礼
」
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
を
解
釈
さ
れ
た
。
そ
の

た
め
、「
死
生
学
」
と
い
う
論
題
が
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
た
時
に
は
、「
生
命
の
儀
式
」
と
「
死
生
学
」
と
が
ほ
ぼ
イ
コ
ー
ル
で
結

び
つ
け
ら
れ
、「
葬
送
儀
礼
」
と
い
う
限
定
的
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
台
湾
と
い
う
地
域
に
お

い
て
「
葬
儀
会
社
」「
生
命
の
儀
式
」
と
い
っ
た
看
板
や
テ
ー
マ
が
出
現
し
た
時
に
、
そ
ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
み
な
「
葬
送
業
」
を

論
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
こ
れ
は
当
然
一
種
の
誤
解
で
あ
り
、
死
生
や
葬
送
お
よ
び
そ
の

関
係
性
と
い
う
テ
ー
マ
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、「
死
生
学
」「
生
命
の
儀
式
」
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

ア
ジ
ア
映
画
に
お
け
る
葬
儀
の
シ
ン
ボ
ル
と
生
死
の
イ
メ
ー
ジ

―
映
画「
父
後
七
日
」（
台
湾
）と「
お
く
り
び
と
」（
日
本
）の
文
化
的
意
義
に
関
す
る
比
較
と
分
析

楊
濟
襄
｜
台
湾
国
立
中
山
大
学
中
文
系
準
教
授
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「
死
生
学
」
は
「
死
の
省
察
」
を
と
お
し
て
生
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
り
、「
生

命
」
は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
本
当
の
テ
ー
マ
と
な
る
の
で
あ
る
（
慧

開
法
師
、
二
〇
一
一
年
、「
現
代
生
死
學
的
精
義
」）。
そ
し
て
、
典
型
的
な

「
生
命
の
儀
式1

」
と
い
う
の
は
、
出
生
・
成
人
・
結
婚
・
死
亡
と
い
っ
た
節

目
に
行
わ
れ
る
様
々
な
儀
式
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

筆
者
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。「
死
生
学
」
あ
る
い
は
「
生
命
の

儀
式
」、
そ
の
な
か
に
は
「
生
命
の
観
察
」
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
、「
生
命

の
観
察
」（
こ
の
場
合
の
生
命
と
は
も
ち
ろ
ん
生
と
死
で
あ
る
）
と
は
、
儀

式
の
当
事
者
・
儀
式
の
参
加
者
を
も
包
含
し
た
、「
生
命
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
実
践
と
意
義
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
分
野
の
核
心
で

あ
る
、
と
。

一
．
極
端
と
中
庸　

―

「
生
死
両
安
」
の
台
湾
の
葬
儀
を
探
求
す
る

筆
者
は
長
期
に
わ
た
っ
て
「
台
湾
の
儀
礼
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら
、
中
山
大
学
で
「
生
命
の
儀
式
」

の
授
業
を
行
い
、
こ
こ
二
十
年
の
台
湾
の
葬
送
観
念
の
「
時
代
に
即
し
た
変
化
」
を
目
の
当
た
り
し
て
き
た
。
そ
れ
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
葬
送
業
者
の
商
業
化
「
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
で
あ
り
、「
海
葬
・
樹
葬
な
ど
の
環
境
保
護
概
念
」
の
浸

透
で
あ
り
、
仏
教
教
団
に
よ
る
葬
儀
の
意
義
の
顕
彰
で
あ
り
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
台
湾
の
伝
統
的
な
葬
儀
や
葬
送
概
念
が
驚
く

べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
変
化
し
て
き
た
。

楊濟襄氏
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以
下
は
、
筆
者
が
台
湾
南
部
の
葬
送
業
者
を
取
材
し
た
も
の
で
、
業
者
が
喪
家
（
死
者
を
出
し
た
家
族
）
側
に
対
し
て
提
示
し

た
サ
ー
ビ
ス
の
内
容2
で
あ
る
。

項
目

内
容

遺
体
の
送
迎

１ 

儀
式
管
理
人

２ 

送
迎
車
（
運
転
手
・
送
迎
の
人
員
を
含
む
）、
標
準
距
離
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

安
霊

１ 
儀
式
管
理
人
（
従
業
員
も
含
む
）

２ 

安
霊
用
品
（
霊
位
牌
・
鮮
花
・
果
物
・
金
童
玉
女
﹇
仙
人
に
仕
え
る
童
子
・
童
女
﹈・
往
生
被
﹇
経
文
・

陀
羅
尼
を
書
い
た
布
﹈・
蓮
華
被
﹇
一
〇
八
の
蓮
華
が
縫
い
つ
け
ら
れ
た
布
﹈・
香
燭
・
銀
紙
）

３ 

霊
堂
内
の
配
置
（
霊
前
の
と
ば
り
・
紅
布
・
白
布
・
遺
影
の
枠
・
花
瓶
・
香
爐
・
燭
台
・
銀
紙
・

幢
）

４ 

道
士
一
名

５ 

十
二
イ
ン
チ
に
引
き
伸
ば
し
た
白
黒
の
写
真

棺
の
安
置

１ 

儀
式
管
理
人
・
従
業
員

２ 

冷
凍
棺
（
遺
体
の
冷
蔵
）

入
殮
（
遺
体
の
入
棺
）
１ 

儀
式
管
理
人

２ 

沐
浴
・
更
衣
・
化
粧
の
た
め
の
従
業
員
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３ 

死
者
の
衣
装
（
長
衫
﹇
ひ
と
え
の
中
国
服
﹈・
馬
掛
﹇
短
い
上
着
﹈・
下
着
ワ
ン
セ
ッ
ト
・
靴
・
帽
子
・

白
靴
下
）

４ 

棺
木
（
環
境
に
配
慮
し
た
も
の
）

５ 

入
棺
担
当
人
（
棺
を
閉
じ
る
こ
と
も
含
む
）

６ 

棺
内
用
品
（
棺
内
物
・
棺
に
入
れ
る
お
金
一
〇
〇
〇
萬
・
枕
・
水
被
﹇
遺
体
に
か
ぶ
せ
る
布
﹈）

７ 

香
爐
一
式

８ 

入
棺
祭
品
一
式
（
六
菜
一
飯
）

９ 
接
棺
用
品
（
桶
・
乞
水
の
た
め
の
土
器
・
ほ
う
き
・
米
）

10 
道
士
一
組

頭
七﹇
初
七
日
﹈の
法
事

道
士
一
組

棺
の
移
動

１ 

従
業
員
一
組

２ 

道
士
一
名

３ 

棺
の
上
に
置
く
物
品
（
蒸
し
パ
ン
・
蝋
燭
・
桶
・
椀
・
箸
）

出
棺
儀
式

１ 

儀
式
管
理
人

２ 

棺
を
か
か
え
る
従
業
員
一
組

３ 

式
場
内
の
配
置
（
布
帆
・
排
楼
・
式
場
・
煙
草
・
果
汁
・
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
一
組
）

４ 

司
儀
・
礼
生
﹇
儀
式
の
司
会
者
﹈
一
組
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５ 

道
士
一
組

６ 

出
棺
祭
品
一
式

７ 

出
棺
用
品
（
鮮
花
・
果
物
・
五
彩
旗
・
霊
旌
﹇
位
牌
﹈・
記
名
用
の
名
簿
・
サ
イ
ン
ペ
ン
二
本
・
謝

籃
﹇
竹
や
藤
で
編
ん
だ
容
器
﹈・
米
升
・
斧
・
棺
掛
け
）

８ 

麻
・
薴
衣
﹇
出
棺
の
際
に
着
る
も
の
﹈
二
十
セ
ッ
ト

９ 

霊
柩
車
あ
る
い
は
西
洋
の
礼
車
一
両

火
葬
と
お
骨
拾
い

１ 
儀
式
管
理
人
あ
る
い
は
従
業
員

２ 
磁
器
製
の
霊
灰
缶

３ 

鮮
花
・
果
物
一
組

４ 

火
葬
・
お
骨
拾
い

安
奉
晋
塔

１ 

儀
式
管
理
人
あ
る
い
は
従
業
員

２ 

鮮
花
・
果
物
一
組

３ 

位
牌
の
安
置

円
満

１ 

事
後
の
配
慮

２ 

百
日
、
年
ご
と
の
通
知

表
の
内
容
は
主
に
葬
送
儀
式
に
お
い
て
葬
送
業
者
が
提
供
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
（
た
と
え
ば
、
冷
凍
棺
・
棺
木
・
式
場
の
配
置
と

い
っ
た
儀
式
に
お
い
て
必
要
な
物
品
、
儀
式
管
理
人
・
棺
を
担
ぐ
人
員
・
メ
イ
ク
を
施
す
人
員
な
ど
の
儀
式
を
運
営
す
る
人
員
）
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を
項
目
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
に
お
い
て
、
喪
家
が
考
え
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
関
連
す
る
項
目
の
費

用
」
お
よ
び
「
こ
れ
ら
の
品
物
は
省
略
可
能
か
ど
う
か
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

台
湾
に
お
け
る
伝
統
的
な
葬
儀3
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

治
喪
（
臨
終
お
よ
び

没
後
の
処
理
）

１ 

拼
廳
・
搬
鋪
﹇
遺
体
の
安
置
や
場
所
の
設
営
﹈

２ 

遮
神
﹇
死
者
の
穢
れ
が
神
や
先
祖
に
お
よ
ぶ
の
を
防
ぐ
た
め
位
牌
や
神
棚
を
布
で
お
お
う
﹈

３ 

乞
水
﹇
河
川
や
田
地
の
水
神
へ
の
報
告
﹈・
沐
浴

４ 
套
衫
・
抽
寿
﹇
寿
衣
を
着
せ
る
﹈

５ 
九
條
を
吊
す
・
枕
を
換
え
る
・
水
被
を
か
ぶ
せ
る

６ 

含
銭
（
含
殮
）﹇
遺
体
の
衣
服
の
う
ち
に
お
金
を
入
れ
る
﹈

７ 

魂
路
を
開
く
・
豎
霊
﹇
霊
堂
を
建
て
る
﹈・
魂
を
招
く
幢
の
作
成

８ 

脚
尾
飯
﹇
遺
体
の
足
下
に
お
く
ご
飯
﹈
を
供
え
る
・
脚
尾
灯
﹇
遺
体
の
足
下
の
ラ
ン
プ
﹈
を
点
け
る
・
脚
尾

紙
﹇
遺
体
の
足
下
に
お
く
紙
﹈
を
焼
く

９ 

哭
念
と
哭
路
頭

10 

守
鋪
﹇
遺
体
の
そ
ば
で
見
守
る
﹈・
驚
貓
﹇
肉
食
の
け
も
の
が
死
体
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
﹈

11 

死
亡
登
記

発
喪

１ 

報
外
祖
﹇
母
方
の
祖
父
母
に
訃
報
を
告
げ
る
﹈・
接
外
祖
﹇
母
方
の
祖
父
母
を
出
迎
え
る
﹈

２ 

発
喪
（
報
白
）﹇
周
囲
に
訃
報
を
告
げ
る
﹈
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３ 

門
外
に
喪
を
示
す

４ 

近
隣
の
た
め
に
紅
色
の
布
を
掛
け
る

５ 

孝
服
﹇
喪
に
服
す
る
期
間
に
着
用
す
る
服
﹈
を
作
成
す
る

賓
礼

１ 

小
殮
（
辞
生
）﹇
死
者
に
た
い
す
る
最
後
の
晩
餐
﹈

２ 

小
殮
（
分
手
尾
銭
）﹇
死
者
の
衣
服
の
う
ち
に
あ
ら
か
じ
め
入
れ
て
お
い
た
お
金
を
分
配
す
る
﹈

３ 

小
殮
（
割
䦰
）﹇
死
者
と
遺
族
と
を
結
ん
だ
麻
紐
を
断
ち
切
る
﹈

４ 
接
大
厝
（
棺
木
）﹇
棺
の
用
意
﹈

５ 
大
殮
（
入
木
）﹇
棺
に
移
す
﹈

６ 

守
霊
（
睏
棺
脚
）﹇
出
賓
の
前
に
棺
の
そ
ば
で
一
夜
を
明
か
す
﹈

７ 

停
棺
（
打
桶
）﹇
棺
に
釘
を
打
っ
て
固
定
す
る
﹈

８ 

捧
飯
﹇
ご
飯
を
供
え
る
﹈

９ 

摔
椀
・
摔
薬
缶
﹇
椀
・
薬
缶
を
こ
わ
す
﹈

10 

圍
庫
銭
﹇
棺
に
お
金
を
入
れ
る
﹈・
焼
魂
轎
﹇
死
者
の
た
め
の
乗
物
を
焼
く
﹈・
焼
紙
汽
車
﹇
紙
の
汽
車
を
焼
く
﹈

出
賓

１ 

転
柩

２ 

旋
柩

３ 

絞
柩

４ 

壓
柩

５ 

点
主
﹇
死
者
の
名
前
を
小
木
の
位
牌
に
写
す
﹈
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６ 

家
奠
﹇
内
々
の
告
別
式
﹈

７ 

公
奠
﹇
生
前
交
流
の
あ
っ
た
人
々
を
招
い
て
の
告
別
式
﹈

８ 

封
釘
﹇
父
側
と
母
側
の
代
表
が
棺
に
釘
を
打
つ
﹈

９ 

発
引
﹇
出
賓
の
行
列
の
出
発
﹈

10 

放
買
路
銭
﹇
道
々
で
小
銭
を
ば
ら
ま
く
﹈

安
葬
（
こ
こ
で
は
土

葬
を
例
と
す
る
）

１
放
栓
﹇
棺
の
下
部
か
ら
空
気
を
挿
入
し
、
遺
体
を
腐
化
さ
せ
る
﹈・
掩
土
﹇
土
で
上
か
ら
お
お
う
﹈・
封
壙
﹇
穴
を

ふ
さ
ぐ
﹈

２ 
祀
后
土
﹇
土
地
の
神
々
を
ま
つ
る
﹈・
祀
新
墳
﹇
新
し
い
墓
を
ま
つ
る
﹈

３ 

剥
蚕
殻
・
分
五
穀
丁
銭
﹇
位
牌
を
墓
碑
の
傍
ら
に
置
く
﹈

４ 

返
主
﹇
墓
地
か
ら
遺
族
の
家
に
戻
る
﹈

５	

安
霊
﹇
霊
棚
を
設
け
、
お
香
や
遺
影
・
供
物
を
供
え
る
﹈

６ 

巡
山
﹇
翌
日
も
し
く
は
数
日
後
に
確
認
の
た
め
墓
地
へ
赴
く
﹈・
完
墳
﹇
墓
の
完
成
﹈

居
喪

１ 

作
功
徳

２ 

作
七
﹇
初
七
日
か
ら
七
七
日
（
四
十
九
日
）
ま
で
の
七
日
ご
と
の
儀
式
﹈

３ 

作
旬
﹇
四
十
九
日
か
ら
百
箇
日
ま
で
の
あ
い
だ
、
一
旬
を
十
日
と
し
て
四
旬
を
な
し
、
十
日
ご
と
に
儀
式
を
お
こ
な

う
﹈

４ 

作
百
日
﹇
百
箇
日
の
儀
式
﹈

５ 

新
墳
培
墓
﹇
お
墓
参
り
﹈
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喪
家
の
宗
教
信
仰
に
対
応
し
て
調
整
す
る
こ
と
の
で
き
る
箇
所
を
除
き
、
伝
統
的
な
葬
送
儀
礼
は
、
伝
統
儒
家
儀
礼
の
影
響
を

受
け
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
代
の
礼
学
に
か
ん
す
る
著
作
は
、
葬
儀
や
葬
服
を
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の

が
ほ
と
ん
で
で
あ
る
。
伝
統
的
な
葬
送
の
資
料
は
ほ
ぼ
整
っ
た
状
態
で
保
存
さ
れ
て
お
り
、
歴
代
の
変
遷
の
記
録
以
外
に
も
、
先

秦
時
代
の
最
も
初
期
の
資
料
が
『
儀
礼
』
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
儀
礼
』
は
『
土
葬
礼
』『
既
夕
礼
』『
土
虞
礼
』
の

三
篇
か
ら
成
る
が
、
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
関
連
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、『
儀
礼
』
自
体
が
相
当
に
長
篇
な
た
め
三
篇
に
分
け
た

の
で
あ
り
、
三
篇
に
わ
た
っ
て
そ
の
儀
礼
内
容
が
多
く
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
先
学
の
周
何
教
授
（
一
田

先
生
）
は
、『
古
禮
今
談
』
に
お
い
て
、「
葬
送
儀
礼
が
繁
雑
で
あ
る
原
因
」
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
主
に
儀
式
と
い
う
節
目
を
と
お

し
て
、
喪
家
に
い
そ
が
し
く
葬
送
儀
礼
を
執
行
さ
せ
、
亡
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
た
い
し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
「
事
実
を
受
け
止

め
」、「
感
情
を
安
定
さ
せ
る
」
こ
と
を
期
待
し
て
い
る4
、
と
し
て
い
る
。

葬
送
儀
礼
を
適
切
に
執
り
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
主
に
、
死
者
と
次
第
に
「
隔
離
」
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
身
内
が
す
で

に
確
実
に
我
々
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
、
元
に
戻
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
事
実
を
生
き
て
い
る
人
間
に
実
際
に
体
験
・

観
察
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
自
ら
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
練
習
し
、
内
な
る
心
の
痛
み
を
収
斂
し
、

６ 

作
忌
﹇
一
周
忌
後
の
毎
年
の
命
日
の
儀
式
﹈

７ 

作
対
年
﹇
一
周
忌
の
儀
式
﹈

８ 

除
喪

９ 

合
爐
﹇
位
牌
を
燃
や
し
、
そ
の
灰
を
先
祖
代
々
の
香
爐
に
入
れ
る
﹈
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適
切
な
時
間
の
う
ち
に
正
常
な
状
態
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
田
先
生
は
儒
家
の
『
礼
』
経
に
お
け
る
比
喩
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。「
死
に
お
も
む
く
と
い
う
こ
と
は
、

長
型
の
布
を
用
い
て
頭
か
ら
足
ま
で
を
覆
っ
て
い
く
も
の
で
、『
礼
』
は
こ
れ
を
「
襲
」
と
い
い
、
ま
さ
に
一
種
の
「
隔
離
」
の

作
用
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
補
足
し
て
い
る
。
死
者
の
か
ら
だ
を
覆
っ
て
か
ら
も
、
親
し
い
人
は
亡
骸
に

触
れ
、
悲
し
み
涙
を
流
す
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
平
静
の
時
に
熟
睡
し
て
い
る
状
況
と
は
ま
っ
た
く
異

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
入
棺
し
た
後
は
、
棺
に
触
れ
て
た
だ
泣
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
距
離

は
次
第
に
遠
く
な
り
、
生
と
死
と
が
異
な
っ
た
道
で
あ
り
、
す
で
に
元
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
理
解

す
る
。
小
殮
と
大
殮
の
際
に
は
、
必
ず
亡
骸
を
移
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
身
内
の
人
間
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
確
か
に

強
烈
な
心
理
的
ダ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
悲
し
み
が
わ
き
起
こ
り
、
悲
し
み
に
く
れ
、
む
せ
び
泣
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
誰
も
止
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
大
殮
の
後
、
堂
内
に
棺
を
と
ど
め
て
お
く
「
賓
」
の
期
間
に
お
い
て
は
、
た
だ
朝
夕
に
定
期
的

に
内
省
す
る
「
朝
夕
奠
」
の
際
に
、
朝
と
晩
に
一
回
ず
つ
涙
を
流
す
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
儀
式
は
、
悲
し
み
を
心
の
底
に
押
し
と

ど
め
、
朝
夕
に
一
度
涙
を
流
す
以
外
、
そ
の
他
の
時
間
に
お
い
て
は
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
我
慢
し
て
泣
か
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
生
き
て
い
る
人
間
に
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
出
棺
し
て
埋
葬
し
た
後
、
家
に
戻
り
、
安
霊
の
「
虞
﹇
死
者
の
魂
を
家
に

迎
え
安
ん
じ
る
こ
と
﹈」
と
い
う
祭
式
を
行
っ
た
な
ら
ば
、
人
前
に
お
い
て
、
再
び
涙
を
流
す
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。『
礼
』

に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
「
卒
哭
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
善
意
に
も
と
づ
く
制
限
で
あ
り
、
す
べ
て
人
々
が
最
短
の
期
間
で
正
常
な
状
態
を
回
復
す
る
の
を
助
け
る
た
め
に

設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
各
種
の
段
階
的
な
儀
式
の
処
置
が
な
く
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定
も
異
な
っ
て
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い
る
な
ら
ば
、
心
情
は
絶
え
間
な
く
変
化
す
る
た
め
、
生
き
て
い
る
人
間
は
事
実
を
即
座
に
認
識
し
、
自
由
自
在
に
心
を
収

斂
さ
せ
る
ほ
か
方
法
は
な
い
。（『
古
禮
今
談
』
一
二
六
頁
）

ま
た
、
例
え
ば
、
古
代
に
は
「
賓
」
の
制
度
が
あ
り
、
棺
を
家
の
な
か
に
一
定
の
期
間
と
ど
め
て
置
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

こ
の
意
図
は
、
生
き
て
い
る
人
間
の
た
め
の
も
の
で
、
亡
く
な
っ
た
人
を
思
っ
た
そ
の
時
、
棺
が
堂
の
な
か
に
か
わ
ら
ず
に
存
在

し
て
い
る
の
で
、
棺
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
常
に
身
体
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
、
心
理
的
に
相
当
な
落
ち
着

き
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
間
に
お
い
て
、
心
情
を
ゆ
っ
く
り
と
整
え
、
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
状
態
に

し
、
悲
し
み
を
心
の
底
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
を
練
習
し
、
人
前
で
泣
か
ず
に
我
慢
で
き
る
よ
う
に
し
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
じ

め
て
、
出
棺
・
埋
葬
の
儀
式
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
緩
衝
的
な
時
間
が
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
埋
葬

す
る
こ
と
に
な
る
。
か
た
ち
あ
る
状
態
か
ら
完
全
に
無
と
な
る
巨
大
な
変
化
、
少
な
く
と
も
こ
れ
は
親
密
な
関
係
に
あ
る
身
内
の

人
間
に
と
っ
て
、
容
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
適
応
も
で
き
な
い
事
で
あ
ろ
う
。

葬
送
儀
礼
に
お
け
る
細
か
に
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
は
形
式
的
な
面
か
ら
み
れ
ば
と
て
も
煩
雑
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
内
包
さ
れ
て
い
る
意
義
や
そ
の
作
用
に
着
目
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
煩
雑
で
あ
る
理
由
を
は
っ
き
り
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（『
古
禮
今
談
』
一
二
六
頁
）

一
般
の
人
々
は
、
往
々
に
し
て
、
葬
送
儀
礼
は
「
埋
葬
し
て
安
ら
か
に
す
る
こ
と
」
に
重
き
を
お
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
葬
送
儀
礼
の
本
当
の
核
心
や
価
値
と
い
う
の
は
、「
生
者
と
死
者
の
両
者
を
安
ら
か
に
す
る
こ
と
」
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
死
者
と
い
う
「
当
事
者
」
の
み
を
と
り
ま
く
な
か
で
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
は
な
ら
ず
、
実
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際
に
は
、
す
べ
て
残
さ
れ
た
家
族
を
思
い
や
り
救
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
喪
葬
業
者
が
列
挙
し
た

サ
ー
ビ
ス
の
明
細
の
な
か
で
は
、
か
え
っ
て
、
葬
儀
費
用
の
高
額
さ
へ
と
曖
昧
に
移
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

二
．
映
画
「
父
後
七
日
」
の
葬
儀
の
シ
ン
ボ
ル

「
葬
送
儀
礼
」
と
「
生
命
の
儀
式
」
に
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
ひ
と
つ
あ
る
。
現
実
生
活
に
お
い
て
、「
葬
送
儀
礼
」
に
は
不

幸
や
禁
忌
が
充
満
し
て
お
り
、
生
者
が
冥
界
に
た
い
し
て
有
し
て
い
る
恐
怖
の
イ
メ
ー
ジ
さ
え
も
混
雑
し
て
い
る
。
こ
こ
数
年
、

「
死
亡
」
と
「
葬
儀
」
は
芸
術
文
学
の
世
界
に
お
い
て
一
つ
の
題
材
と
な
り
、
こ
の
種
の
テ
ー
マ
は
小
説
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
原
作
と
し
て
映
画
化
さ
れ
、
芸
術
文
学
作
品
中
で
「
提
示
」
さ
れ
て
い
る
「
死
亡
」
と
「
葬
儀
」
は
、
再
び
神
秘
や
恐
怖

と
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
読
者
は
、
実
際
の
儀
式
の
な
か
で
「
見
證
者
（
儀
式
を
見
る
者
）」
に
な
る
と
い
う
最
も
恐
れ

て
い
る
不
幸
や
禁
忌
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
直
接
、
儀
式
に
包
含
さ
れ
て
い
る
文
化
や
哲
学
的
な
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。「
生
命
と
い
う
テ
ー
マ
の
実
践
と
意
義
」
と
い
う
方
面
か
ら
述
べ
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
死
生
学
的
考
察
と

い
う
の
は
、
芸
術
作
品
の
な
か
に
「
提
示
」
さ
れ
て
い
る
関
連
す
る
題
材
、
そ
れ
を
な
お
ざ
り
に
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

原
作
の
『
父
後
七
日
』
は
、
台
湾
の
「
林
榮
三
散
文
賞
」
大
賞
を
獲
得
し
た
作
品
で
あ
り
、
原
作
者
の
劉
梓
潔
は
自
ら
映
画
を

監
督
し
、
散
文
﹇
詩
歌
・
戯
曲
・
小
説
以
外
の
文
芸
作
品
一
般
﹈
と
映
像
と
い
う
二
つ
の
舞
台
を
と
お
し
て
作
品
を
表
現
し
た
の
で
あ

る
。『
父
後
七
日
』
は
、
劉
梓
潔
が
父
を
亡
く
し
て
以
降
、
葬
送
儀
礼
を
執
り
行
っ
て
い
く
過
程
を
描
写
し
て
い
る
。
そ
の
内
容

は
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
タ
ッ
チ
で
台
湾
の
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
道
教
の
人
々
と
信
仰
と
を
つ
な
ぎ
、
喪
家
が
台
湾
の
葬
送
儀
礼

の
煩
雑
な
礼
儀
作
法
の
な
か
で
得
た
救
い
と
贖
い
と
を
記
録
し
、「
批
判
」
と
「
受
容
」
と
の
あ
い
だ
で
、
台
湾
の
葬
送
儀
礼
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
的
記
録
に
お
け
る
生
死
と
い
う
点
を
、
あ
ら
た
め
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る5
。
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映
画
「
父
後
七
日
」（Seven D

ays In H
eaven 

台
灣
電
影
、
二
〇
一
〇
年6

）
は
、
あ
ら
た
に
原
作
を
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て
、

パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
こ
と
で
人
々
が
畏
怖
し
て
い
る
死
と
い
う
テ
ー
マ
を
和
ら
げ
、
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
を
も
挿
入
し
て
、
恐
ろ
し

く
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
極
力
切
り
離
し
、
ま
た
、
監
督
劉
梓
潔
自
ら
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
し
、
散

文
を
閲
読
す
る
よ
う
な
味
わ
い
を
も
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
映
画
「
父
後
七
日
」
は
台
湾
の
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
い
く
つ
か

の
勘
所
を
し
っ
か
り
と
捉
え
、
ま
た
劇
中
に
は
台
湾
の
庶
民
の
風
俗
の
特
徴
も
挿
入
さ
れ
、
観
衆
の
共
感
を
呼
ん
だ
だ
け
で
な
く
、

台
湾
版
「
お
く
り
び
と
」（
日
本
映
画
、
二
〇
〇
八
年
）
と
し
て
賞
賛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、「
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
で
、
映
画
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
、
映
画
が
目

の
前
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
葬
送
儀
礼
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
儀
式
の
記
録
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

映
画
は
、
儀
式
の
過
程
を
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
こ
と
で
、「
そ
う
だ
と
知
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
わ
け
を
知
ら
な
い
（
知
其
然
、
不

知
其
所
以
然
）」
と
い
う
伝
統
儀
式
に
た
い
し
て
、
一
種
の
う
さ
ば
ら
し
と
批
判
と
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
作
と

監
督
と
い
う
二
つ
の
身
分
を
か
ね
た
劉
梓
潔
は
、
作
品
の
な
か
で
主
演
の
阿
梅
に
自
ら
を
投
影
し
、
阿
梅
の
考
え
と
理
解
を
と
お

し
て
、
古
い
儀
式
と
若
者
の
性
格
と
の
間
を
頻
繁
に
行
き
来
し
て
い
る
。
父
親
の
た
め
に
葬
儀
を
計
画
・
実
行
す
る
七
日
間
の
な

か
で
、
阿
梅
は
自
身
の
儀
式
に
か
ん
す
る
不
理
解
に
よ
っ
て
人
々
の
笑
い
を
導
き
、
伝
統
葬
送
儀
礼
が
煩
雑
す
ぎ
る
こ
と
に
た
い

す
る
人
々
の
共
感
を
喚
起
し
て
い
る
。

映
画
「
父
後
七
日
」
の
葬
儀
の
流
れ

治
喪

拼
廳
・
搬
鋪 

【
パ
ロ
デ
ィ
】

套
衫 

【
パ
ロ
デ
ィ
】

九
條
を
吊
る
す 

【
パ
ロ
デ
ィ
】
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葬
儀
期
間
の
せ
わ
し
な
さ
の
中
、
亡
き
人
が
す
で
に
人
生
と
い
う
旅
路
か
ら
「
退
場
」
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
家
族
が
考
え
た

り
回
想
し
た
り
す
る
暇
は
ま
っ
た
く
無
い
。
ひ
い
て
は
在
り
し
日
の
一
つ
一
つ
の
出
来
事
さ
え
も
で
あ
る
。
家
族
は
あ
た
か
も
亡

き
人
と
ま
さ
に
共
同
で
葬
儀
を
運
営
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
く
は
、
家
族
は
、
い
ま
だ
亡
き
人
が
再
び
こ
こ
に
還
っ

て
は
こ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
潜
在
意
識
の
な
か
で
は
認
め
て
は
お
ら
ず
、
葬
儀
の
終
わ
り
が
近
づ
く
に
あ
た
っ
て
は
、
パ

ロ
デ
ィ
化
す
る
対
象
を
失
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
儀
式
が
終
了
し
た
後
、
生
者
（
亡
き
人
の
家
族
）
は
日
常
の
生
活

へ
と
戻
り
、
亡
き
人
が
か
つ
て
存
在
し
た
空
白
の
場
所
と
向
き
合
っ
た
結
果
、
生
者
の
心
は
に
わ
か
に
揺
り
動
か
さ
れ
る
。
亡
き

摔
薬
缶

哭
念 

【
パ
ロ
デ
ィ
】

脚
尾
飯
を
供
え
る
・
脚
尾
灯
を
点
け
る
・
脚
尾
紙
を
焼
く

看
日

発
喪

孝
服
の
作
成

賓
礼

接
大
厝
（
棺
木
） 

【
パ
ロ
デ
ィ
】

守
霊
（
睏
棺
脚
） 

【
パ
ロ
デ
ィ
】

圍
庫
銭
・
焼
魂
轎
・
焼
紙
汽
車 

【
パ
ロ
デ
ィ
】

出
賓

家
奠 

【
パ
ロ
デ
ィ
】

公
奠

発
引
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人
の
逝
去
に
た
い
し
、
砂
時
計
の
砂
の
よ
う
に
わ
ず
か
に
傾
け
た
だ
け
で
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
あ
ふ
れ
出
し
た
生
者
の
思
い
や
悲

哀
は
、
時
間
と
い
う
音
も
気
配
も
な
い
も
の
の
力
を
か
り
て
静
め
る
ほ
か
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
通
常
の
状
態
へ
と

回
復
す
る
の
で
あ
る
。

ど
う
し
て
、
劇
中
の
あ
ら
ゆ
る
「
パ
ロ
デ
ィ
」
は
、
す
べ
て
葬
儀
に
と
も
な
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
の
か
。

本
論
文
は
、
原
作
者
劉
梓
潔
あ
る
い
は
劇
中
の
主
役
の
女
性
阿
梅
を
以
下
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
。
八
〇
年
代
に
生
ま
れ
た

Ｙ
世
代
の
若
者
と
称
さ
れ
る
世
代
の
代
表
で
あ
り
、
Ｏ
Ｌ
の
服
装
を
し
、
流
暢
な
英
語
を
駆
使
し
て
外
資
系
会
社
で
働
い
て
い
る

が
、
父
親
と
兄
が
露
天
商
を
営
む
台
湾
の
田
舎
の
出
身
で
あ
る
。
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
道
士
や
葬
送
業
に
は
詳
し
く
、
彼
女
は
一

方
で
は
従
順
に
儀
式
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
荒
唐
無
稽
な
も
の
を
見
る
か
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
儀
式
に
接
し

て
お
り
、「
葬
送
儀
礼
」
に
た
い
す
る
基
本
的
な
態
度
と
し
て
は
否
定
的
で
あ
り
、
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。「
荒
唐
無

稽
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
父
の
た
め
に
計
画
・
実
行
し
て
い
る
葬
送
儀
礼
と
い
う
こ
の
場
を
称
す
る
こ
と
は
、
原
作
と
映
画

の
両
方
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
原
作
『
父
後
七
日
』
の
作
中
や
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「
私
は
知
っ
て
い

る
、
人
生
の
な
か
で
最
も
荒
唐
無
稽
な
旅
が
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
」
に
由
来
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
我
々
と
あ
な
た
は
一
緒
に
救
急
車
に
乗
り
、
家
に
帰
る
。
名
目
上
は
、
子
供
が
あ
な
た
に
付
き
添
う
最
後
の

機
会
で
あ
る
。（
中
略
）「
あ
な
た
の
家
で
は
香
を
手
に
も
っ
て
拝
む
の
で
す
か
？
」
私
は
こ
わ
ば
り
つ
つ
う
な
ず
い
た
。
す

る
と
、
運
転
手
は
、
急
に
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
取
り
出
し
、
一
方
の
面
を
上
に
し
て
、
ス
ピ
ー
カ
に
差
し
込
ん
だ
。
南
無
阿

弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。
ま
さ
か
、
カ
セ
ッ
ト
の
も
う
ひ
と
つ
の
面
は
、
ハ
レ
ル
ヤ
、

ハ
レ
ル
ヤ
、
ハ
レ
ル
ヤ
、
ハ
レ
ル
ヤ
で
は
あ
る
ま
い
。
私
は
知
っ
て
い
る
、
人
生
の
な
か
で
最
も
荒
唐
無
稽
な
旅
が
す
で
に

は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
。（『
父
後
七
日
』、
二
一
頁
）
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家
に
着
く
。
荒
唐
無
稽
な
旅
の
案
内
人
、
そ
の
旗
印
が
、
葬
儀
社
・
土
公
仔
﹇
葬
送
業
の
従
業
員
・
骨
拾
い
人
﹈・
道
士
・
隣
近

所
へ
と
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
る
。（『
父
後
七
日
』、
二
十
二
頁
）

火
葬
場
、
そ
こ
は
あ
た
か
も
各
地
の
神
兵
・
神
将
が
一
同
に
会
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
番
号
札
を
受
け
取
り
、
弁
当
を
受

け
取
っ
た
ら
、
待
機
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
他
の
荒
唐
無
稽
な
軍
団
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
亡
骸
と
棺

を
火
葬
の
た
め
の
炉
へ
と
送
り
、
そ
の
後
で
、
か
な
り
の
大
声
で
狂
っ
た
よ
う
に
叫
ぶ
、「
火
だ
よ
、
急
い
で
！　

火
だ
よ
、

急
い
で
！
」
と
。（『
父
後
七
日
』、
二
十
九
頁
）

「
パ
ロ
デ
ィ
」
化
の
手
法
は
、
劇
中
に
お
け
る
死
の
悲
哀
の
大
部
分
を
う
す
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
葬
送
儀
礼
の
雰

囲
気
に
満
ち
た
作
品
を
、
な
か
ば
滑
稽
な
か
た
ち
で
観
衆
に
接
近
さ
せ
、
現
実
の
生
活
に
お
い
て
葬
送
業
者
・
宗
教
界
が
織
り
な

す
「
複
合
式
葬
儀
」
の
意
味
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
も
し
伝
統
的
葬
送
儀
礼
に
た
い
す
る
理
解
が
十
分
で
な
け
れ
ば
、
確
か

に
、
そ
の
よ
う
な
「
複
合
式
葬
儀
」
に
お
い
て
は
、
抜
け
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
感
情
や
荒
唐
無
稽
で
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
感

覚
が
、
容
易
に
生
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
こ
数
年
、
経
済
の
発
展
や
工
商
業
の
発
達
に
よ
っ
て
、
一
般
の
人
々
の
生
活
の
リ
ズ
ム
は
は
り
つ
め
、
あ
く
せ
く
し
た
も

の
へ
と
変
貌
し
た
。
過
去
の
多
く
の
古
い
儀
礼
や
風
俗
は
、
往
々
に
し
て
、
足
並
み
が
遅
く
、
時
代
に
合
わ
な
い
よ
う
な
感

覚
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
葬
送
儀
礼
に
た
い
し
て
は
、
非
常
に
煩
雑
で
あ
る
せ
い
で
、
本
当
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
な
思
い
へ
と
い
た
り
、
ま
た
、
自
ら
そ
の
内
容
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
完
全
に
人
任
せ
で
、
訳

の
わ
か
ら
な
い
動
作
を
機
械
的
に
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
儀
式
は
あ
た
か
も
不
必
要
な
し
き
た
り
で
あ
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り
、
ど
う
に
も
し
が
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
下
に
お
い
て
は
、
抵
抗
や
排
斥
と
い
っ
た
心
理
状
態
が
容

易
に
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
簡
略
化
や
改
革
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（『
古
禮
今
談
』、
一
二
三
頁
）

筆
者
は
、「
生
者
と
死
者
の
両
者
を
安
ら
か
に
す
る
こ
と
」、
こ
れ
が
台
湾
の
葬
送
儀
礼
の
作
用
と
意
義
で
あ
る
以
上
、
劇
中
の

葬
儀
の
な
か
で
挿
入
さ
れ
る
パ
ロ
デ
ィ
は
、
死
者
に
た
い
す
る
不
敬
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
父
の
印
象

が
は
っ
き
り
し
て
い
て
よ
く
知
っ
た
も
の
で
あ
る
せ
い
か
、
娘
の
阿
梅
は
、「
型
ど
お
り
に
儀
式
を
行
う
（
行
礼
如
儀
）」
と
い
う

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
、
幾
度
か
み
ず
か
ら
に
問
い
か
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
葬
送
儀
礼
を
と
お
し
て
、
家
族
が
儀
式
の
な

か
で
「
死
」
と
い
う
す
で
に
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
を
見
き
わ
め
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
換
言
す

る
と
、
葬
送
儀
礼
と
い
う
の
は
、
家
族
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
一
種
の
「
癒
し
」
の
過
程
と
な
っ
て
い
る
で
あ
る
。

ひ
と
た
び
機
会
が
あ
る
と
、
私
は
目
を
見
開
き
、
尋
ね
る
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
は
ど
こ
。」
私
は
尋
ね
よ
う
と
す
る
こ
と
を

禁
じ
え
な
い
。
あ
な
た
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
数
日
の
間
、
黒
い
傘
を
さ
し
て
護
っ
て
き
た
今
は
亡
き
霊
、
魂
な
の
で
す
か
。

（
長
女
は
傘
を
さ
し
て
お
く
責
任
が
あ
る
。）
そ
れ
と
も
、
告
別
式
場
で
ず
っ
と
飛
び
回
っ
て
い
た
紋
白
蝶
な
の
で
す
か
。
あ

る
い
は
、
棺
の
な
か
で
横
た
わ
り
、
今
ま
さ
に
少
し
ず
つ
腐
乱
し
、
一
滴
一
滴
と
し
ず
く
を
た
ら
す
屍
な
の
で
す
か
。（『
父

後
七
日
』、
二
十
九
頁
）

家
族
の
こ
の
よ
う
な
対
話
は
、
台
湾
の
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
は
、
決
し
て
特
別
な
例
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
対
話
が
出
現
す
る

要
因
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
台
湾
の
葬
送
儀
礼
に
は
道
教
の
科
儀
や
仏
教
の
輪
廻
の
概
念
が
融
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
家
族
が
「
死
」
と
い
う
言
葉
を
は
ば
か
っ
て
「
往
生
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
感
情
の
面
に
お
い
て
、
亡
く
な
っ
た
人
は
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必
ず
ま
だ
こ
の
世
の
ど
こ
か
で
存
在
し
て
い
て
い
ま
だ
こ
の
世
を
去
っ
て
は
い
な
い
、
と
「
信
じ
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
」
こ

と
も
要
因
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
「
パ
ロ
デ
ィ
」（
お
よ
び
、
亡
き
人
に
つ
い
て
の
で
た
ら
め
な
各
種
の
伝
聞
を
、
台
湾
で
は
「
八
卦
消
息
」
と
称
す

る
）
は
、
葬
送
儀
礼
が
進
行
し
、
人
が
行
き
来
す
る
な
か
で
、
そ
の
言
葉
を
借
り
る
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
葬
儀
が

終
了
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
吹
聴
は
急
速
に
お
さ
ま
り
、「
パ
ロ
デ
ィ
」
も
消
失
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
台

湾
の
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
、
す
で
に
一
種
の
恒
例
と
な
っ
て
お
り
、
変
わ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
映
画
『
父
後
七
日
』

に
お
い
て
父
を
亡
く
し
た
阿
梅
が
葬
儀
の
な
か
で
み
せ
る
「
葬
儀
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
」
笑
い
の
要
素
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
女
の

父
親
に
対
す
る
感
情
が
深
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
原
因
で
は
な
い
。
葬
儀
が
終
了
し
て
数
日
経
た
後
、
彼
女
は
突
然
、
親
愛

な
る
父
親
が
こ
の
世
に
再
び
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
悲
し
み
に
む
せ
び
泣
き
、
完
全
に
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

三
．
死
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
文
化
の
詳
細　

―

映
画
「
父
後
七
日
」
と
「
お
く
り
び
と
」
の
分
析

『
父
後
七
日
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
原
作
と
映
画
と
も
に
、
台
湾
の
葬
送
儀
礼
を
叙
事
的
に
描
き
出
す
こ
と
を
基
調
と
し

て
お
り
、
台
湾
の
民
衆
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
劇
中
の
人
物
と
芝
居
の
筋
は
す
べ
て
よ
く
知
ら
れ
た
「
パ
タ
ー
ン
」
で
あ
る
。
救
急

車
に
乗
っ
て
病
院
か
ら
家
へ
直
帰
し
、
家
族
は
急
い
で
場
所
を
清
め
て
遺
体
を
安
置
し
、
そ
の
後
で
、
象
徴
的
な
臨
終
の
儀
式
を

行
う
。
医
療
・
看
護
か
ら
葬
送
業
に
い
た
る
ま
で
、「
孝
女
阿
琴
﹇
泣
き
女
﹈」
か
ら
「
罐
頭
塔
﹇
缶
で
こ
し
ら
え
た
塔
﹈」
ま
で
、「
村

の
代
表
が
露
店
を
め
ぐ
る
の
を
楽
し
む
こ
と
」
か
ら
「
県
の
長
官
が
哀
悼
用
の
対
聯
を
贈
る
こ
と
」
ま
で
、
吹
聴
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
み
な
、
台
湾
の
今
の
時
代
の
葬
送
儀
礼
の
鮮
明
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。

主
人
公
は
、
父
の
喪
に
立
ち
あ
う
た
め
に
、
台
北
か
ら
故
郷
の
彰
化
ま
で
戻
り
、
全
く
見
慣
れ
な
い
伝
統
的
な
葬
送
儀
礼
を
目
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の
当
た
り
に
し
、
ど
う
対
処
す
べ
き
か
全
く
分
か
ら
な
い
。
葬
儀
の
な
か
の
「
あ
る
時
は
号
泣
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
あ

る
時
は
号
泣
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
な
ど
、
道
士
の
指
図
に
従
順
に
し
た
が
う
こ
と
を
と
お
し
、
葬
送
儀
礼
を

誇
張
し
て
実
演
す
る
こ
と
で
、
現
代
人
の
「
伝
統
民
族
的
な
見
慣
れ
な
い
も
の
」
に
た
い
し
て
生
じ
る
抵
抗
と
疑
念
を
鮮
明
に
描

き
出
し
て
い
る
。

親
し
い
人
が
亡
く
な
っ
た
後
、
声
を
出
し
て
涙
を
流
し
、
足
を
踏
む
こ
と
は
度
々
あ
る
が
、
朝
夕
二
度
の
朝
夕
哭
に
至
り
、

埋
葬
し
て
虞
を
行
い
、
虞
を
行
っ
て
卒
哭
す
る
よ
り
他
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
礼
』
の
製
作
の
背
景
を
充
分
に
あ

ら
わ
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
『
礼
』
は
人
々
の
感
情
の
自
然
的
欲
求
に
応
じ
た
も
の
で
、
さ
ら
に
社
会
全
体
の
安
全
と
危
機
、

栄
枯
盛
衰
を
鑑
み
て
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
、
最
も
適
切
な
規
範
な
の
で
あ
る
。（『
古
禮
今
談
』、
一
七
三
頁
）

同
様
に
、
先
学
の
周
何
教
授
は
、
煩
雑
で
煩
わ
し
い
葬
送
儀
礼
で
は
、『
礼
』
を
表
す
も
の
を
除
い
た
、
儀
式
の
な
か
の
五
つ

の
過
程―

臨
終
・
殮
・
賓
・
葬
・
祭
祀
な
ど―
と
い
う
の
は
、
親
し
い
人
が
世
を
去
っ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
て
認
め
る
と
い

う
生
者
に
た
い
す
る
治
療
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

『
儀
礼
・
士
喪
礼
』
に
記
載
さ
れ
た
「
復
」
礼
の
儀
式―

「
死
者
の
衣
服
を
持
っ
て
屋
根
に
の
ぼ
り
、『
お
い
、
戻
っ
て
こ

い
』
と
言
う
」―

、
こ
れ
は
声
を
出
し
て
叫
ぶ
こ
と
で
、
死
者
の
魂
魄
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
儒

家
思
想
の
徹
底
と
道
教
的
生
命
観
が
、
台
湾
の
人
々
の
間
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
「
落
葉
帰
根
﹇
落
ち
葉
が
根
に
帰
る
よ
う
に
、
人

は
死
ん
だ
ら
元
の
場
所
へ
か
え
る
﹈」
と
い
う
死
生
観
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。「
父
後
七
日
」
の
冒
頭
で
は
、
こ
ん
な
シ
ー
ン
が
あ

る
。「
父
親
の
遺
体
を
病
院
か
ら
家
へ
と
搬
送
す
る
際
、
娘
は
そ
の
道
中
で
泣
き
叫
ぶ
。『
お
父
さ
ん
！　

私
た
ち
帰
っ
て
き
た

よ
』」。
ま
た
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
、「
家
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
場
所
へ
行
き
、
異
郷
で
客
死
し
た
魂
魄
が
故
郷
へ
と
召
さ
れ
る
に
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際
し
、
道
士
阿
義
は
喪
を
発
し
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
人
が
死
ん
だ
後
の
魂
魄
と
肉
体
は
必
ず
や
故
郷
へ
と
帰
る
も

の
で
、
帰
る
べ
き
家
が
な
く
、
外
で
遊
び
ほ
う
け
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。「
父
後
七

日
」
の
原
作
や
映
画
は
、
生
命
は
「
落
葉
帰
根
」
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
精
神
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
監
督
は
、
し
ば
し
ば
劇
中
に
お
い
て
演
者
の
目
線
を
借
り
る
構
図
を
採
る
。「
娘
の
眼
」
で
目
前
の
人
や
事
物
と
向

き
合
う
こ
と
で
、
娘
の
心
の
な
か
の
父
親
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
お
互
い
の
感
情
が
交
差
す
る
記
憶
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
テ
ー
ブ

ル
の
ガ
ラ
ス
の
下
に
放
置
さ
れ
て
い
た
父
親
が
収
集
し
た
セ
ク
シ
ー
グ
ラ
ビ
ア
、
道
士
が
父
親
の
為
に
搬
鋪
し
た
後
に
父
親
の
体

の
そ
ば
に
置
い
た
台
湾
製
の
「
長
寿
」
と
い
う
た
ば
こ
、
い
か
が
わ
し
い
雑
誌
な
ど
は
、
生
真
面
目
で
あ
っ
た
父
親
の
イ
メ
ー
ジ

を
あ
ざ
や
か
に
ひ
っ
く
り
返
し
、
映
画
に
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
の
清
涼
剤
を
加
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
映
画
は
追
憶
の
手

法
と
叙
事
的
な
描
写
と
を
交
互
に
お
り
な
し7
、
主
人
公
の
父
親
に
対
す
る
思
い
や
名
残
惜
し
さ
を
克
明
に
描
き
出
し
て
い
る
。

同
時
に
、
葬
送
儀
礼
以
外
に
、「
対
比
」
の
手
法
を
用
い
、
強
烈
な
「
台
客
﹇
台
湾
土
着
の
垢
ぬ
け
な
い
人
﹈」
の
特
徴
に
よ
っ
て
、

唐
突
に
、「
本
土
草
根
性
格
」（
著
者
注
：local culture

）
の
色
彩
を
映
画
に
帯
び
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

主
人
公
は
ス
ー
ツ
を
身
に
纏
い
、
故
郷
の
夜
市
へ
と
駆
け
つ
け
、
露
天
商
の
父
と
兄
と
が
営
業
を
終
え
て
家
に
戻
る
の
を
待
っ
て

い
る
が
、
父
親
は
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
履
い
て
夜
市
を
歩
く
こ
と
の
困
難
さ
を
心
配
し
、
自
分
の
藍
白
色
の
サ
ン
ダ
ル
に
履
き
か
え
さ

せ
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
葬
式
の
な
か
で
、
告
別
式
場
の
外
の
罐
頭
塔
へ
と
向
か
う
際
、
主
人
公
は
海
外
の
店
の
オ
ー
ナ
ー
か
ら

の
電
話
を
受
け
て
流
暢
な
英
語
で
や
り
取
り
を
し
て
い
る
。
政
府
官
僚
の
方
言
・
地
方
の
方
言
・
国
際
的
な
言
葉
が
飛
び
か
う

場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
登
場
し
て
い
る
ハ
イ
ヒ
ー
ル
と
藍
白
色
の
サ
ン
ダ
ル
・
Ｏ
Ｌ
の
ス
ー
ツ
と
汗
ば
ん
だ

シ
ャ
ツ
な
ど
は
、
不
釣
り
合
い
な
対
比
で
あ
り
、
こ
の
様
相
は
、
台
湾
本
土
の
文
化
の
な
ま
の
内
情―

濃
厚
な
「
草
根
特
色
」

―

で
あ
る
。

現
在
の
台
湾
の
葬
送
儀
礼
は
、
時
間
的
・
空
間
的
に
様
々
な
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
ゆ
っ
く
り
と
形
成
さ
れ
た
「
複
合
式
葬
儀
」
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の
形
態
で
あ
る
。
読
経
の
シ
ー
ン
で
は
、
仏
教
・
道
教
・
ラ
マ
教
（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
）
の
色
彩
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
。
先
頭
で

経
を
読
む
者
は
、
道
教
の
着
物
を
ま
と
っ
た
「
師
公
」（
道
士
）
で
あ
り
、
伝
統
的
な
道
教
の
科
儀
を
踏
襲
し
て
式
は
次
第
す
る

が
、
助
手
は
ラ
マ
教
の
服
装
お
よ
び
楽
器
で
あ
り
、
そ
の
後
ろ
で
は
、
仏
教
の
僧
衣
を
ま
と
っ
た
坊
主
が
儀
式
の
進
行
を
指
揮
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
台
湾
の
田
舎
で
の
複
合
的
な
葬
送
儀
礼
の
情
景
は
、
特
別
な
思
い
を
監
督
に
抱
か
せ
、
映
画
の
中
に
保
存

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

『
父
後
七
日
』
の
人
物
の
行
為
や
表
現
は
、
李
豊
楙
先
生
の
「『
常
』
と
『
非
常
』」
と
い
う
観
点
を
借
り
て
、
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
彼
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
提
唱
し
た
聖
と
俗
と
の
二
分
法―

「
社
会
は
聖
と
俗
と
い
う
異
な
っ
た
二
種
の
世
界
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
方
は
神
聖
な
時
間
・
祭
典
（
大
部
分
は
周
期
的
な
祭
典
）
の
時
間
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
世
俗
的

な
時
間
で
あ
り
、
宗
教
の
意
義
や
事
項
を
実
践
し
な
い
平
常
な
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
聖
と
俗
と
の
区
分
は
ほ
ぼ
、
非
『
常
』

と
『
日
常
』
と
の
区
分
で
も
あ
る
」―
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
社
会
現
象
を
観
察
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
祭
典
の
期
間

に
お
け
る
衣
服
の
色
・
建
物
や
器
物
の
形
や
構
造
、
こ
れ
ら
は
「
非
『
常
』」
の
時
間
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
安
定
し
た
社
会
の

縮
図
で
あ
る
。「
非
『
常
』」
の
時
間
で
は
、
各
人
の
身
分
や
地
位
の
違
い
に
も
と
づ
き
、
異
な
っ
た
臨
時
の
新
し
い
役
目
を
引
き

受
け
て
推
し
進
め
る
。
社
会
を
構
成
す
る
組
織
の
中
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
、
神
聖
な
も
の
を
中
心
と
す
る
構
造
が
存
在
し
、

民
衆
に
対
し
て
は
、
指
導
し
導
い
て
い
く
作
用
が
発
揮
さ
れ
る8
。
こ
の
よ
う
な
狂
っ
た
文
化
の
特
質
は
、「
平
常
」
の
約
束
を
解

除
し
、
人
と
人
と
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
に
有
益
で
あ
る
。
伝
統
的
な
「
平
常
」
の
約
束
の
下
で
は
礼
儀
作
法
を
重
ん
じ
る
必
要

が
あ
る
が
、「
非
『
日
常
』」
と
い
う
時
間
・
空
間
は
、
祭
日
の
興
奮
し
た
雰
囲
気
に
よ
っ
て
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
、
解
放
し
、
和

ら
げ
る
と
い
う
休
暇
や
娯
楽
に
準
じ
る
は
た
ら
き
が
あ
る
他
、
内
実
に
は
、
宗
教
的
な
神
聖
な
意
義
を
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
李
豐
楙
、
一
四
二
〜
一
四
四
頁
）。「
生
命
の
儀
式
」
と
し
て
重
要
な
関
所
の
一
つ
で
あ
る
葬
送
儀
礼
、―

そ
れ
は
儀
式
に
関

連
し
て
、「
生
」
と
「
死
」
の
間
、「『
常
』
と
『
非
常
』」
の
思
考
を
行
き
来
す
る
こ
と
で
、
身
内
を
亡
く
し
た
家
族
が
「
生
と
死
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の
両
者
を
安
ら
か
に
す
る
こ
と
」
を
追
求
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
が―

、「
現
実
と
想
像
の
せ
め
ぎ
あ
い
」
の
な
か
を
様
々

に
行
き
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
葬
送
業
従
事
者
を
、
こ
の
「
生
と
死
の
は
ざ
ま
」
に
あ
っ
て
様
々
な
「
葬
送
儀
礼
の
実
演
」

を
取
り
扱
う
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
二
〇
〇
九
年
第
八
十
一
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
外
国
語
映
画
賞
を
受
賞
し
た
日

本
映
画
「
お
く
り
び
と9
」
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
主
題
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

映
画
「
お
く
り
び
と11
」
の
主
人
公
小
林
大
悟
は
、
こ
ま
や
か
で
心
の
こ
も
っ
た
手
法
で
喪
家
を
助
け
、
死
者
と
の
間
に
存
在
す

る
生
死
の
溝
を
渡
り
歩
く
。
そ
の
最
後
に
お
い
て
、
彼
は
ま
た
、
欠
け
落
ち
て
久
し
い
、
家
庭
を
捨
て
て
出
て
行
っ
た
父
親
に
た

い
す
る
自
ら
の
感
情
と
誠
実
に
向
き
合
い
、
父
親
へ
の
わ
だ
か
ま
り
を
拭
い
さ
る
の
で
あ
る
。
劇
中
の
主
人
公
小
林
大
悟
の
仕
事

は
「
納
棺
師
」 

で
あ
り
、「
納
棺
」
の
仕
事
の
対
象
と
な
る
の
は
死
者
で
あ
る
。
し
か
し
、「
納
棺
」
の
儀
式
の
列
席
者
と
な
る

の
は
死
者
の
親
友
（
生
者
）
た
ち
で
あ
り
、「
生
（
日
常
）」
と
「
死
（
非
「
日
常
」）」
と
い
う
ふ
た
つ
の
世
界
は
疎
遠
で
関
わ
り

合
う
こ
と
は
な
い
が
、「
納
棺
師
」
の
心
の
こ
も
っ
た
熟
達
し
た
技
術
の
お
か
げ
で
、
死
者
に
改
め
て
よ
く
見
知
っ
た
相
貌
（
日

常
）
を
取
り
戻
さ
せ
、
捨
て
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
家
族
の
感
情
の
な
か
へ
と
蘇
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

氷
の
よ
う
に
冷
た
い
去
り
ゆ
く
者
を
呼
び
醒
ま
し
、
永
久
の
美
し
さ
を
賦
与
す
る
に
は
、
納
棺
師
の
冷
静
か
つ
正
確
な
処
置

が
必
要
で
あ
り
、
同
時
に
納
棺
師
に
は
心
の
こ
も
っ
た
感
情
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
わ
り
の
人
と
と
も
に
、
去
り
ゆ

く
者
の
た
め
に
、
お
く
る
の
で
あ
る
。（「
お
く
り
び
と
」 
劇
中
の
言
葉
）

死
、
そ
れ
は
ま
さ
に
門
で
あ
る
。
死
は
決
し
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
通
り
ぬ
け
る
関
門
で
あ
り
、
次
の
世
界
へ
と
進
む
た
め

の
も
の
で
あ
る
。
火
葬
場
で
働
く
者
と
し
て
、
私
は
い
つ
も
火
葬
の
ボ
タ
ン
を
押
す
時
、
去
り
ゆ
く
者
に
た
い
し
て
言
う
。

「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
、
来
世
で
相
ま
み
え
ま
し
ょ
う
」
と
。（「
お
く
り
び
と
」 

劇
中
の
言
葉
）
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「
お
く
り
び
と
」
と
い
う
映
画
を
と
お
し
て
、
観
衆
が
必
ず
し
も
日
本
の
葬
送
儀
礼
の
手
順
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は

限
ら
な
い
。
し
か
し
、「
納
棺
」
と
い
う
仕
事
に
た
い
し
て
は
、
必
ず
心
か
ら
の
敬
意
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
納
棺
」

と
は
葬
送
儀
礼
と
い
う
節
目
の
一
環
で
あ
り
、
葬
送
儀
礼
の
す
べ
て
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
た
、
劇
中
の
小
林
大
悟
と
同
じ
よ
う

に
、
す
べ
て
の
葬
送
業
者
が
、
こ
ま
や
か
で
心
の
こ
も
っ
た
仕
事
師
で
あ
る
と
は
決
し
て
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
大
悟
の
父

親
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
他
の
業
者
の
軽
率
で
粗
暴
な
納
棺
態
度
が
、
大
悟
に
す
ぐ
さ
ま
自
ら
の
手
で
父
親
を
納
棺
す
る
こ
と

を
決
定
さ
せ
た
こ
と
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
お
く
り
び
と
」
と
い
う
作
品
の
な
か
で
葬
送
儀
礼
の
意
義
を
考
察
す

る
よ
り
も
、「
納
棺
師
」
と
い
う
葬
送
業
に
従
事
す
る
一
人
の
人
間
の
心
理
的
成
長
に
よ
っ
て
、
改
め
て
生
命
の
意
義
を
探
求
し
、

生
命
を
把
握
し
、
家
族
・
親
戚
や
親
し
い
友
人
と
と
も
に
守
る
こ
と
の
で
き
る
縁
を
大
切
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
。

「
お
く
り
び
と
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、「
父
後
七
日
」
は
娘
の
自
ら
の
父
親
の
葬
儀
の
記
録
に
立
脚
し
た
も
の
で
、
論
を
展
開

す
る
立
場
は
、「
お
く
り
び
と
」
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。「
父
後
七
日
」
が
台
湾
版
「
お
く
り
び
と
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
、

賞
を
獲
得
し
た
「
お
く
り
び
と
」
の
後
光
に
映
画
会
社
が
あ
や
か
り
た
い
と
い
う
ば
か
ば
か
し
さ
で
し
か
な
い
と
本
論
文
で
は
考

え
て
い
る
。
両
者
は
、
そ
の
題
材
が
と
も
に
葬
送
儀
礼
を
扱
っ
て
い
る
点
で
関
連
し
て
い
る
以
外
、
映
画
の
主
旨
や
論
じ
て
い
る

生
死
の
観
点
は
は
っ
き
り
と
異
な
っ
て
い
る
。

「
父
後
七
日
」
は
伝
統
的
な
葬
送
儀
礼
を
批
判
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
娘
の
眼
に
は
葬
儀
の
過
程
は
全
て
荒
唐
無

稽
な
展
開
に
映
っ
て
い
る
。
主
人
公
は
葬
儀
に
た
い
し
て
懐
疑
の
念
を
抱
き
つ
つ
、
も
う
一
方
で
は
、
葬
送
業
者
の
指
導
の
下
で

葬
儀
を
完
成
し
よ
う
と
し
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
曖
昧
な
死
と
い
う
概
念
の
な
か
、
儀
式
の
せ
わ
し
な
さ
に
よ
っ
て
、
死
者
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
生
者
の
悲
し
み
は
移
動
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
感
情
の
発
露
を
遅
ら
せ
、「
非
『
日
常
』」
と
い
う
葬
儀
か

ら
、
規
則
正
し
い
生
活
へ
ゆ
っ
く
り
と
戻
っ
て
い
く
（「
日
常
」
へ
の
帰
還
）。「
お
く
り
び
と
」
は
、「
納
棺
師
」
の
自
分
自
身
の

探
求
を
と
お
し
て
、「
送
往
迎
来
」﹇
送
っ
た
り
迎
え
た
り
す
る
﹈
と
い
う
こ
の
世
の
交
流
の
な
か
で
、
生
命
に
対
す
る
深
い
思
索
を
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洗
練
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
劇
中
に
お
い
て
し
ば
し
ば
表
現
さ
れ
る
四
季
の
大
自
然
の
移
り
変
わ
り
、
渡
り
鳥
の
大
移
動
・
鮭
の

回
帰
な
ど
は
、
宇
宙
の
万
物
は
と
も
に
育
ち
と
も
に
消
え
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
暗
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
年
若
い

納
棺
師
が
経
験
を
積
ん
で
成
熟
し
て
い
く
の
と
同
時
に
、
古
参
の
社
長
が
安
穏
と
老
い
て
い
く
、
父
親
が
世
を
去
っ
た
そ
の
瞬

間
に
、
妻
の
お
腹
の
な
か
の
赤
ん
坊
が
た
く
ま
し
く
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
父
後
七
日
」

の
プ
ロ
ッ
ト
は
「
叙
事
」
で
あ
り
、
特
徴
を
そ
な
え
た
台
湾
の
葬
送
儀
礼
を
配
置
し
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、「
お
く
り
び

と
」
の
プ
ロ
ッ
ト
は
「
哲
学
」
で
あ
り
、
観
衆
を
感
動
へ
と
い
ざ
な
い
、
厳
然
か
つ
誠
実
に
人
と
し
て
の
生
命
に
向
き
合
う
こ
と

で
あ
る
、
と
。

四
．
小
結

台
湾
映
画
「
父
後
七
日
」、
そ
の
原
作
は
「
林
榮
三
文
学
賞
」
大
賞
を
受
賞
し
た
同
名
の
散
文
で
あ
る
。
劉
梓
潔
は
監
督
で
あ

る
と
同
時
に
原
作
者
で
も
あ
る
。「
父
後
七
日
」
は
、
劇
中
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
原
作
と
い
う
二
方
面
に
お
い
て
、
葬
送
儀
礼
を

テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
お
り
、
特
に
映
画
で
は
、
叙
事
的
な
脚
色
・
映
像
の
形
成
・
音
声
で
の
表
現
を
と
お
し
て
、
台

湾
の
若
者
世
代
の
伝
統
的
な
葬
送
儀
礼
に
た
い
す
る
様
々
な
不
理
解
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
お
り
、
現
在
の
台
湾
の
葬
送
儀
礼
の

現
状
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
社
会
の
伝
統
儀
礼
に
た
い
す
る
嘲
笑
や
風
刺
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
長

期
に
わ
た
っ
て
台
湾
の
生
命
の
儀
式
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
従
事
し
て
お
り
、
そ
の
経
験
か
ら
以
下
の
こ
と
は
指
摘
し

て
お
き
た
い
。「
父
後
七
日
」
に
お
い
て
、
若
い
阿
梅
の
葬
送
の
儀
式
に
た
い
す
る
選
択
と
理
解
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
少
し
曲

解
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
葬
儀
の
進
行
を
と
お
し
て
、
作
者
は
そ
も
そ
も
、「
パ
ロ
デ
ィ
」
に
よ
っ
て
、
葬
送
儀
礼
を
批

判
す
る
心
情
を
無
意
識
の
う
ち
に
薄
め
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
的
に
、
監
督
（
お
よ
び
作
者
）
は
そ
の
目
標
に
は
到
達
し
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て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
多
く
の
観
衆
は
、「
パ
ロ
デ
ィ
」
が
な
ぜ
葬
送
儀
礼
と
同
時
に
存
在
し
て
い
た
の
か
理
解
す
る
す
べ
が
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

劉
梓
潔
は
、『
父
後
七
日
』
の
筆
者
ま
え
が
き
で
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

【
あ
な
た
の
父
は
本
当
に
死
ん
だ
の
で
す
か
？
】

映
画
の
宣
伝
の
た
め
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
が
、
虚
構
と
真
実
の
あ
い
だ
で
、
打
ち
負
か
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。

記
者
：
こ
れ
は
あ
な
た
自
身
の
経
験
で
す
か
。

私
（
劉
梓
潔
）：
す
で
に
散
文
に
な
っ
て
ま
す
が
…
…

記
者
：
私
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
散
文
に
脚
色
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
散
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
本
当
の
こ
と
で

す
か
。

私
：
そ
う
で
す
。

記
者
：
す
る
と
、
あ
な
た
の
父
は
本
当
に
亡
く
な
っ
た
の
で
す
か
。

私
：
そ
う
で
す
。

記
者
：
で
は
映
画
も
真
実
な
の
で
す
か
。

私
：
す
べ
て
が
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
昔
の
出
来
事
を
脚
色
し
た
か
ら
で
す
。

記
者
：
す
る
と
、
映
画
で
死
ん
だ
の
は
あ
な
た
の
父
で
は
な
い
の
で
す
か
⁉
⁉
（
興
奮
し
た
口
調
こ
う
言
っ
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
、「
す
る
と
、
あ
な
た
た
ち
は
人
を
だ
ま
し
て
、
真
実
の
出
来
事
の
よ
う
に
脚
色
し
た
の
で
す
ね
！
」）
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私
：
は
い
…
…
、
あ
、
い
え
、
そ
う
で
は
な
い
で
す
…
…
。

私
は
あ
や
う
く
誤
解
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
続
い
て
彼
女
は
お
そ
ら
く
こ
う
言
う
だ
ろ
う
、「
す
る
と
、
あ
な
た
の

父
は
死
ん
で
は
い
な
い
の
で
す
か
！
」
と
。

も
し
か
す
る
と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
私
が
聞
き
た
か
っ
た
言
葉
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

作
者
は
「
虚
構
と
真
実
の
あ
い
だ
で
、
打
ち
負
か
さ
れ
」
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
映
画
が
き
わ
め
て
よ
く
映
し

出
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
評
価
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
虚
構
と
い
う
「
パ
ロ
デ
ィ
」
部
分
に
お
い
て
真
実
の
葬
送
儀
礼

を
表
現
し
つ
つ
、
葬
儀
を
終
え
た
後
に
は
悲
し
み
悼
む
気
持
ち
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
生
死
の
両
端
を
行
き

来
す
る
「
父
後
七
日
」
の
表
現
方
式
と
成
っ
て
い
る
。

日
本
映
画
「
お
く
り
び
と
」
は
、
主
人
公
の
音
楽
家
と
し
て
の
天
稟
を
、
納
棺
師
と
い
う
生
命
芸
術
へ
と
巧
み
に
転
化
し
て
い

る
。
納
棺
師
は
、
み
ず
か
ら
の
特
殊
な
仕
事
の
な
か
で
目
覚
め
、
伝
統
と
現
代
と
の
あ
い
だ
で
葬
送
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し

て
き
た
の
か
、
そ
し
て
、
愛
と
思
い
や
り
、
こ
れ
こ
そ
が
死
者
と
そ
の
家
族
と
を
い
た
わ
り
慰
め
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
と
理
解

す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
た
だ
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
生
命
は
絶
え
る
こ
と
な
く
再
び
は
じ
ま
る
こ
と
が
で
き
、
生
と
死
は
わ
だ
か

ま
り
無
く
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
お
く
り
び
と
」
の
最
後
の
一
幕
、「
主
人
公
は
、
涙
を
た
た
え
つ
つ
父
親
の
た
め
の
納
棺
を
行
い
、
父
が
ぎ
ゅ
っ
と
握
り
し

め
て
い
る
鵝
卵
石
（
玉
石
）
を
受
け
取
り
、
妊
娠
中
の
妻
の
手
に
渡
し
て
、
や
が
て
生
ま
れ
て
く
る
子
供
へ
と
送
り
と
ど
け
る
」、

こ
の
シ
ー
ン
を
見
た
観
衆
は
み
な
感
動
に
胸
を
打
た
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。

近
年
の
ア
ジ
ア
映
画
は
、
生
命
の
段
階
的
な
成
長
を
テ
ー
マ
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。「
父
後
七
日
」
と
「
お
く
り
び
と
」
は
、
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上
記
を
代
表
す
る
二
つ
の
映
画
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
文
化
に
お
け
る
「
葬
儀
の
シ
ン
ボ
ル
」
の
「
社
会
性
」
と
「
時
代

性
」
と
を
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。
本
論
文
は
、
こ
れ
ら
を
題
材
に
し
、「
伝
統
的
な
儀
礼
と
風
俗
」
と
い
う
時
間
と
空
間
を

超
え
て
人
間
の
本
性
が
し
た
が
う
も
の
に
つ
い
て
尋
ね
、
現
在
の
ア
ジ
ア
の
死
生
学
の
研
究
の
た
め
に
、
理
論
と
実
践
と
の
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
た
基
盤
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
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﹇
註
﹈

1 

「
生
命
の
儀
式
」（rites de passage

）
と
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
学
者
Ａ
・
フ
ァ
ン
・
フ
ェ
ネ
ッ
プ
（A

. van G
ennep

）
が
生
み
だ
し
た
述
語

で
あ
り
、
個
人
が
そ
の
一
生
の
な
か
で
社
会
的
地
位
が
別
の
社
会
的
地
位
へ
と
変
化
す
る
際
に
お
こ
な
う
儀
式
の
こ
と
を
指
す
。
古
代

か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
社
会
や
民
族
は
み
な
「
生
命
の
儀
式
」
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
生
命
の
儀
式
」
は
、
異
な
っ
た
民

族
や
社
会
に
お
い
て
、
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
化
伝
統
」
を
も
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
「
伝
統
」
は
当
の
社
会
生

活
形
態
の
変
遷
に
よ
っ
て
、「
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
」
や
「
変
化
」
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（
楊
濟
襄
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
、「
台
湾
民
間

禮
俗
中
的
「
孕
母
守
護
」
圖
像
群
與
儀
式
」）

2 

楊
濟
襄
【
生
命
禮
儀
與
文
化
詮
釋
】
の
ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
「
喪
禮
：
另
類
祝
福
：
老
嫁

」
を
参
照
。http://yangy.chinese.nsysu.edu.

tw
/lifetaboo/page6-51.htm

3 

台
湾
で
民
間
に
流
行
し
て
い
る
葬
送
儀
礼
は
、
台
湾
河
洛
人
の
伝
統
的
な
喪
葬
儀
礼
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
や
民
族
信
仰
、
地
域
の
差
異
な
ど
も
あ
る
の
で
、
客
家
人
や
原
住
民
の
葬
送
儀
礼
も
ふ
く
め
て
、
今
後
は
言
及
し
て
い
き
た
い
。
台

湾
河
洛
人
は
、
伝
統
的
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
は
、
道
教
の
儀
式
を
主
に
採
用
し
て
お
り
、「
正
一
霊
宝
派
」
の
道
士
（
俗
称
「
鳥
頭
道

士
」）
を
主
壇
（
中
心
者
）
と
し
て
招
聘
し
た
り
、「
正
法
派
」
の
法
師
（「
香
花
和
尚
」「
郷
化
和
尚
」
と
も
い
う
在
俗
の
法
師
）
を
主

壇
と
し
て
招
聘
す
る
。
そ
の
他
、
仏
教
の
儀
式
を
採
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
仏
教
の
儀
式
を
お
こ
な
う
場
合
は
、
僧
院
の
僧
尼
を
主
宰

と
し
て
招
聘
し
、
在
家
居
士
ら
に
よ
っ
て
「
助
念
団
」
を
形
成
し
、
葬
儀
期
間
中
は
団
体
で
「
助
念
」
を
お
こ
な
う
。

4 

周
何
『
古
禮
今
談
』、
台
北
、
萬
巻
楼
、
二
〇
〇
二
年
三
月
初
版
五
刷
、
一
二
五
〜
一
二
六
頁
。

5 

劉
梓
潔
、『
父
後
七
日
』、
台
北
、
寳
瓶
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
八
月
初
版
一
刷
、
二
〇
一
〇
年
十
月
初
版
四
十
一
刷
。

6 

映
画
「
父
後
七
日
」（Seven D

ays In H
eaven

、
九
十
二
分
）、
監
督
：
王
育
麟
・
劉
梓
潔
。
海
鵬
電
影
公
司
、
二
〇
一
〇
年
公
開
、
台
湾

上
映
開
始
日
二
〇
一
〇
年
八
月
二
十
七
日
、
日
本
で
は
二
〇
一
二
年
三
月
よ
り
上
映
開
始
。http://7daysinheaven.blogspot.com

7 

た
と
え
ば
、
娘
が
故
郷
の
夜
市
の
露
店
へ
と
戻
り
、
み
な
で
一
緒
に
カ
ラ
オ
ケ
を
し
た
り
、
写
真
館
へ
行
っ
て
父
親
の
遺
影
を
持
っ
て

帰
る
途
中
、
高
校
時
代
に
父
親
と
と
も
に
汽
車
に
乗
っ
た
記
憶
を
思
い
だ
し
た
り
、
葬
儀
が
お
わ
っ
た
数
日
後
、
お
経
を
読
誦
す
る
な

か
で
父
親
を
思
い
だ
し
て
涙
し
た
り
、
香
港
か
ら
東
京
へ
の
飛
行
機
の
機
上
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
に
免
税
品
の
た
ば
こ
や
お
酒
を
す
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す
ら
れ
、
父
親
の
た
め
に
長
寿
と
い
う
た
ば
こ
を
買
お
う
と
し
て
心
の
動
揺
を
お
ぼ
え
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
日
常
的
な
描
写
の
ひ
と

つ
ひ
と
つ
に
、
主
人
公
が
父
親
を
想
起
す
る
さ
ま
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

8 

李
豐
楙
、「
由
常
入
非
常
：
中
国
節
日
慶
典
中
的
狂
文
化
」、『
中
外
文
学
』
第
二
十
二
巻
第
三
期
、
一
九
九
三
年
、
一
三
六
〜
一
三
七
頁
。

9 

「
お
く
り
び
と
」、
瀧
田
洋
二
郎
監
督
、
小
山
薫
堂
脚
本
、
二
〇
〇
八
年
九
月
十
三
日
日
本
公
開
。
本
木
雅
弘
、
広
末
涼
子
主
演
。

11 
「
お
く
り
び
と
」
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
東
京
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
チ
ェ
ロ
奏
者
で
あ
る
小
林
大
悟
は
、
楽
団
の
解
散
に

と
も
な
っ
て
チ
ェ
ロ
奏
者
と
し
て
の
仕
事
を
辞
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
失
業
後
、
大
悟
は
妻
の
美
香
と
と
も
に
山
形
県
の
実
家
へ
戻
り
、

新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
Ｎ
Ｋ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
求
人
広
告
を
見
つ
け
る
。
広
告
は
「
旅
の
お
手
伝
い
」
と
の
ふ
れ
こ
み
で
あ
り
、
ガ

イ
ド
の
仕
事
と
思
い
込
む
が
、
そ
の
募
集
に
応
じ
て
面
接
に
行
っ
た
際
、
よ
う
や
く
本
当
の
仕
事
が
納
棺
師
（
入
殮
師
）
で
あ
り
、「
Ｎ

Ｋ
」
と
は
、
実
は
納
棺
（N

o-K
an

）
の
略
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
社
長
の
親
身
な
手
ほ
ど
き
に
よ
っ
て
、
仕
事
に
た
い
し
て

後
ろ
向
き
で
あ
っ
た
大
悟
の
心
境
は
変
化
し
、
納
棺
と
い
う
仕
事
の
神
聖
性
を
体
認
し
、
生
命
の
誕
生
に
た
い
し
て
の
深
い
理
解
を
得

る
こ
と
に
な
る
。

11 

「
お
く
り
び
と
」
の
原
作
は
青
木
新
門
著
『
納
棺
夫
日
記
』
で
あ
り
、
青
木
新
門
が
喪
葬
業
に
従
事
し
て
い
た
自
身
の
経
歴
に
も
と
づ

い
て
、
自
伝
的
に
述
べ
た
小
説
で
あ
る
。『
納
棺
夫
日
記
』
の
題
材
は
特
殊
で
あ
る
た
め
、
映
画
化
に
あ
た
っ
て
の
過
程
の
な
か
、
脚

本
と
原
作
と
に
多
少
の
相
違
が
あ
り
、
原
作
者
青
木
新
門
が
映
画
化
を
拒
否
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
。
幾
度
か
の
協
議
を
経
た
が
、

依
然
と
し
て
宗
教
観
の
相
違
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
あ
り
、
青
木
の
同
意
を
取
り
つ
け
ら
れ
ず
、
最
終
的
に
は
、
原
作
者
の
名
を
出

さ
ず
、「
納
棺
夫
」
の
名
称
を
「
お
く
り
び
と
」
と
し
て
、
原
作
と
は
異
な
っ
た
扱
い
と
し
て
映
画
化
す
る
し
か
な
か
っ
た
。「
父
後
七

日
」
は
原
作
者
と
監
督
と
が
同
じ
で
あ
る
が
、「
お
く
り
び
と
」
に
は
上
述
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
本
論
文
で
は
、
映
画
「
お
く
り
び
と
」

を
考
察
の
対
象
と
し
、
原
作
は
対
象
と
は
し
な
い
。

（
翻
訳　

中
西
俊
英
）


